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　『広辞苑』 第七版によると、永代経と
は「故人の供養のため、毎年の忌日や彼
岸などに寺院で永久に行う読経。永代読
経。永代供養。祠堂経」とあります。しかし、
真宗の教えには、追善の供養という考え
方はないと聞きました。私がこのことを
知ったのは、母を亡くした時でした。
　思えば祖父が門徒だったというだけ
の理由で浄土真宗の門徒になりましたが、
私が真宗の教えに触れることになったの
は祖父のおかげであり、過去にお寺とご
縁があった方たちのおかげで、今ここに
お寺が存在しています。
　追善供養とは違うかたちで、「永代」
に多くの方の想いを未来へ繋いでいく
という不思議なご縁を感じずにはいら
れません。

壽福 智子さん （鹿児島別院 伊敷支院）

「永代経と永代供養」

　亡き方がお寺とのご縁つ
なぎになったのですね。これ
を機会として周囲の人たちに
も真宗の教えをもっと身近に
感じてもらえるといいですね。

朝夕のお勤め
門徒のこころえ

表紙イラスト「真宗大谷派勤行集（赤本）」
…普段のお勤めに用いる本。
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　真宗門徒は朝夕に「正信偈」をお勤めします。お
勤めする時は、まず灯明を点じ、線香をたき、念珠を
手にします。（お持ちの方は肩衣も着けましょう）ご
本尊を仰ぎ、合掌して念仏もうします。
　お勤めの始まりには正面に座った人（調声人）が
鈴を二打鳴らし「帰命無量寿如来」の一句を発声しま
す。それに合わせて二句目から一同揃って唱和します。
　現在の朝夕のお勤めのかたちは、本願寺八代の蓮
如上人が「正信偈」と
「和讃」を開版し、多くの
人に広く勧められたこと
に始まります。先人は「ふ
だんの心がけとして朝
夕のお勤めをかかさな
いように」と受け止め、そ
れからおよそ５００年以
上もの間、真宗門徒の
習慣（宗風）として大切
に受け継がれています。

▲『真宗大谷派勤行集』
お求めは所属のお寺にご相談ください。
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〜
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
〜

永
代
経
と
は

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
生
き
て
い
る
私
た
ち
が
仏
さ
ま
の
教
え

（
お
経
）に
聞
き
、
故
人
を
自
分
に
先
立
っ
て

人
生
を
終
え
て
い
か
れ
た
方
と
し
て
仰
ぎ
、

私
た
ち
自
身
の
生
き
様
を
問
い
か
え
し
て

く
だ
さ
る
仏
さ
ま
と
し
て
出
遇
っ
て
い
く
。

こ
の
仏
事
が
次
の
世
代
、ま
た
次
の
次
の
世

代
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
よ
う
に
勤
め
ら

れ
る
こ
と
か
ら
永
代
経
と
言
う
の
で
す
。

す
。自
ら
の
煩
悩
に
よ
っ
て
、振
り
回
さ
れ

て
い
る
私
た
ち
は
、
本
当
に
大
切
な
こ
と
を

見
失
い
が
ち
で
す
。そ
の
よ
う
な
私
た
ち
を

照
ら
し
、人
と
し
て
生
き
る
尊
さ
を
教
え
て

く
れ
る
も
の
が「
経
」な
の
で
す
。

　
お
説
法
や
お
経
を
「
あ
り
が
た
く
感
じ
る

け
れ
ど
、
難
し
い
」と
思
わ
れ
る
方
も
多
い
こ

と
で
し
ょ
う
。し
か
し
、本
来
の
意
味
か
ら
し
て

「
経
」と
は
、私
た
ち
の
願
い
を
か
な
え
る
た
め

の
ま
じ
な
い
や
、
亡
き
人
に
対
し
て
捧
げ
る

未
来
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

で
す
。そ
し
て
、
こ
の
営
み
が
続
く
こ
と
に

よ
っ
て
、未
来
を
生
き
る
方
に
教
え（
仏
法
）

が
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
の
で
す
。

　
真
宗
本
廟
（
東
本
願
寺
）
や
全
国
の
多
く

の
お
寺
で
勤
め
ら
れ
る
永
代
経
法
要
は
、教

え
を
次
の
方
々
へ
と
手
渡
し
し
て
い
く
た
め

に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
永
代
経
と
は
永
代
読
経
の
略
で
、
亡
き

人
の
毎
年
の
命
日
や
お
彼
岸
な
ど
、
日
を

定
め
て
寺
院
で
お
経
を
お
勤
め
し
、「
永

代
」に
渡
っ
て「
経
」(

仏
法)

を
相
続
し
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い
く
こ
と
を
願
い
行
わ
れ
る
仏
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で
す
。

　
世
間
で
は
「
遺
骨
や
お
墓
の
お
世
話
を

ず
っ
と
お
寺
が
代
わ
り
に
や
っ
て
く
れ
る
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と
い
う
意
味
の「
永
代
供
養
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混
同
さ
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が
ち
で
す
が
、
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故
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後
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世
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を
他
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に
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せ
て
い
く
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な
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お
経
は「
仏
説
」と
あ
る
よ
う
に
、
お
釈

迦
さ
ま
が
説
か
れ
た
教
え
で
あ
り
、
そ
の

ご
説
法
が
後
代
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
ま

と
め
ら
れ
文
書
化
さ
れ
た
も
の
で
す
。そ

の
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
・
地
域
の
言
葉
に

翻
訳
さ
れ
、
現
在
で
は
世
界
中
に
仏
教
が

広
が
っ
て
い
ま
す
。
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経
」と
い
う
漢
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と
も
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縦
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し
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で
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た
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え
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し
て
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さ
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そ
も
そ
も
法
要
や
法
事
で
お
経
は
何
の

た
め
に
お
勤
め
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。厳

か
な
雰
囲
気
の
中
で
勤
め
ら
れ
る
お
経
を

耳
に
す
る
と
、
亡
き
人
だ
け
の
た
め
に
読
ん

で
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
が
そ
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で
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あ
り
ま
せ
ん
。過
去（
亡
き
人
）を
縁
と
し
て

お
経（
教
え
）に
触
れ
る
こ
と
で
、今
を
生
き

る
私
た
ち
の
人
生
が
問
い
か
え
さ
れ
る
の

呪
文
な
ど
で
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な
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、今
を
生
き
る
も
の
に

向
け
て
説
か
れ
た
も
の
で
す
。「
私
の
た
め
」

と
受
け
と
め
て
聞
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。じょう ど さん ぶ  きょうしょうえ

え
い
た
い
ど
き
ょ
う
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代 
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▲親鸞聖人が「正依の経典」とされた『浄土三部経』
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